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実
は
追
い
込
ま
れ
て
い
る
安
倍
政
治

安
倍
政
権
は
事
実
と
言
葉
を
歪
曲
し
て
き

た
。
法
の
支
配
や
立
憲
主
義
の
観
点
か
ら
見
る

と
「
ま
と
も
で
な
い
」
こ
と
が
常
態
化
し
て
い

る
。
戦
争
法
を
平
和
安
全
法
制
と
い
い
、
南

ス
ー
ダ
ン
で
の
戦
闘
を
武
力
衝
突
、
武
器
輸
出

は
防
衛
装
備
の
移
転
と
言
い
換
え
た
。

さ
ら
に
現
実
を
歪
曲
し
た
の
が
今
国
会
。
森

友
・
加
計
学
園
問
題
で
は
「
記
憶
に
な
い
、
資

料
が
見
当
た
ら
な
い
」
と
ま
と
も
に
質
問
に
も

答
え
な
い
。
事
実
認
定
で
き
な
い
政
権
が
共
謀

罪
を
運
用
す
る
の
だ
か
ら
、
な
い
も
の
を
あ
っ

た
こ
と
に
し
て
し
ま
う
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
。

立
憲
野
党
は
、
レ
フ
リ
ー
の
い
な
い
リ
ン
グ

で
ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
。
何

度
倒
し
て
も
Ｋ
Ｏ
に
な
ら
な
い
か
ら
大
変
だ
っ

た
と
思
う
。
安
倍
政
治
の
闇
が
深
ま
っ
た
国
会

だ
っ
た
が
、
一
方
で
「
あ
っ
た
こ
と
を
な
か
っ

た
こ
と
に
は
で
き
な
い
」
と
、
文
科
省
の
前
川

喜
平
前
事
務
次
官
が
口
火
を
切
っ
た
。
文
科
省

の
一
部
現
役
職
員
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
か
ら
、
リ

ス
ク
を
負
っ
て
も
筋
を
通
そ
う
と
す
る
人
が
出

て
き
て
い
る
。

「
安
倍
一
強
」
で
思
い
通
り
に
行
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
中
間
報
告
だ
け
で
共
謀
罪

法
案
を
通
す
な
ど
、
乱
暴
な
国
会
運
営
を
せ
ざ

る
を
得
な
い
ほ
ど
、
実
は
追
い
込
ま
れ
て
い
る

の
だ
。
安
倍
総
理
の
「
２
０
２
０
年
新
憲
法
施

行
」
発
言
も
、
憲
法
審
査
会
の
論
議
が
う
ま
く

い
か
な
い
焦
り
か
ら
き
た
も
の
だ
ろ
う
。
今
解

散
し
た
ら
議
席
を
減
ら
し
て
し
ま
う
の
で
、
も

は
や
解
散
総
選
挙
を
「
脅
し
」
に
使
う
こ
と
も

で
き
な
い
。

「
自
民
党
、感
じ
悪
い
よ
ね
」の
共
有

森
友
・
加
計
学
園
問
題
は
何
も
終
わ
っ
て
い

な
い
。
国
会
閉
会
後
の
記
者
会
見
で
、
安
倍
総

理
は
口
先
だ
け
で
も
「
丁
寧
に
説
明
す
る
」
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
「
何
か
隠
し
て
い

る
」「
安
倍
さ
ん
ク
ロ
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
い

う
印
象
を
残
し
た
ま
ま
だ
。

立
憲
野
党
と
市
民
は
、
閉
会
中
審
査
や
臨
時

国
会
の
開
催
、
証
人
喚
問
、
集
中
審
議
な
ど
追

及
を
緩
め
ず
、
与
党
が
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
す

る
こ
と
だ
。
応
じ
な
け
れ
ば
「
自
民
党
、
感
じ

悪
い
よ
ね
」
と
い
う
印
象
が
も
っ
と
広
が
る
だ

ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
と
国
会
、
市
民
社
会
の
連
動

し
た
動
き
が
大
切
だ
。

ア
ジ
ア
ン
・
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
（
ア
ジ
ア
最
大

の
比
較
世
論
調
査
）
に
、
民
主
主
義
の
意
義

と
は
何
か
を
聞
い
た
調
査
が
あ
る
。
①
自
由
、

②
規
範
・
手
続
き
、
③
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス

（
ま
っ
と
う
な
統
治
）、
④
社
会
的
平
等
の
４
つ

か
ら
選
ば
せ
る
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
で
は
③
④
が

多
く
、
日
本
で
は
40
％
以
上
の
人
が
、
グ
ッ
ド

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
重
要
視
し
て
い
る
と
い
う
結
果

が
出
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
自
由
や
規
範
を
重
視
す

る
人
が
多
い
。
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
社
会
的

平
等
も
、
民
主
主
義
の
〝
結
果
〞
と
し
て
生
ま

れ
る
も
の
だ
が
、
自
由
や
権
利
よ
り
日
本
人
は

重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。
安
倍
政
権
の
支
持
率

低
下
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
森
友
・
加
計

学
園
問
題
は
、
こ
の
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問

題
。
公
私
混
同
、
国
有
財
産
の
不
当
な
払
下

げ
に
国
民
は
相
当
な
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
。

「
政
治
と
カ
ネ
」
に
は
関
心
が
強
い
。

国
会
前
デ
モ
に
行
か
な
く
て
も
、
テ
レ
ビ
に

安
倍
さ
ん
が
映
る
と
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え
る
程

度
の
「
感
じ
悪
い
」
感
覚
は
広
が
り
つ
つ
あ

る
。
お
友
だ
ち
に
税
金
や
許
認
可
の
便
宜
を
図

る
安
倍
政
治
に
い
や
な
感
じ
を
持
っ
て
い
る
人

た
ち
を
巻
き
込
み
、
力
に
し
て
い
く
こ
と
だ
。

「
安
倍
改
憲
を
許
さ
な
い
」で
つ
な
が
る

私
は
護
憲
派
だ
が
、
一
部
改
憲
や
加
憲
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
。
分
断
さ
れ
な
い
た
め

に
、
ま
ず
「
安
倍
改
憲
を
許
さ
な
い
」
の
一
点

で
つ
な
が
れ
ば
、
闘
い
よ
う
が
あ
る
。

「
憲
法
改
正
」
は
、
国
柄
や
構
造
を
変
え
る

外
科
手
術
の
よ
う
な
も
の
。
ど
こ
も
悪
く
な
い

の
に
手
術
し
よ
う
と
い
う
人
は
い
な
い
。
そ
も

そ
も
、
憲
法
改
正
論
議
よ
り
優
先
事
項
が
あ

る
。
第
１
次
安
倍
内
閣
は
、
消
え
た
年
金
問
題

（
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
信
頼
が
失
墜
）、
格

差
と
貧
困
が
命
取
り
に
な
っ
た
。
安
倍
政
権
が

安
保
や
共
謀
罪
、
改
憲
に
固
執
す
る
中
で
、
国

民
の
生
活
や
労
働
に
直
結
す
る
こ
と
が
い
か
に

疎
か
に
さ
れ
て
き
た
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
だ
。

負
け
ら
れ
な
い
、次
期
衆
院
選

来
る
衆
院
選
で
は
、
第
一
段
階
で
は
上
か
ら

目
線
の
強
権
政
治
か
、
多
様
性
の
中
で
個
人
を

尊
重
す
る
政
治
か
、
対
米
従
属
外
交
か
全
方
位

外
交
か
、
二
者
択
一
を
迫
る
。
昨
夏
の
参
院
選

で
は
、
与
党
と
立
憲
野
党
の
対
立
軸
を
一
定
程

個々の尊厳あるくらしのために政治はある

　共謀罪法が通ってしまった。特定秘密保護法、
盗聴法の強化、安保関連法制、そしてこの共謀
罪で安倍政権の「戦争のできる国」作りは着々
と進む。最後の砦、平和憲法が狙われている。
この状況をどう捉え、どのような運動をしてい
けばよいのか。市民連合等で野党共闘の推進役
を果たしてきた中野晃一さん（上智大学教授）
にお話を伺った。

東
京
地
裁
（
中
村
さ
と
み
裁
判
長
）

は
、
６
月
７
日
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
差
止
・
違

憲
訴
訟
の
判
決
を
出
し
た
。

こ
の
訴
訟
は
次
の
３
点
を
争
っ
た
も

の
だ
。

①
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
差
止
請
求
に
つ
い
て

は
、
行
政
権
の
行
使
を
民
事
裁
判
で
止

め
ら
れ
な
い
の
で
、
不
適
法
だ
か
ら
却

下
。
②
違
憲
確
認
請
求
は
、
具
体
的
な

権
利
義
務
の
侵
害
が
な
く
、
訴
え
の
利

益
が
無
い
か
ら
却
下
。
③
損
害
賠
償
請

求
も
具
体
的
な
侵
害
が
な
い
た
め
棄

却
。予

想
さ
れ
て
は
い
た
が
、
裁
判
所
は

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
内
容
に
も
入
ら
ず
、
原

告
適
格
が
な
い
、
賠
償
利
益
が
な
い
と

き
わ
め
て
形
式
的
な
内
容
に
終
始
し
、

被
告
の
国
も
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
つ
い
て
は

何
も
主
張
せ
ず
、
訴
え
の
却
下
だ
け
を

求
め
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
た
の
は
原
告
だ
け
だ
っ
た
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
含
ま
れ
る
「
ラ
チ
ェ
ッ
ト

条
項
」
や
「
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
条
項
」
は
、
行

政
権
や
国
民
の
権
利
よ
り
、
多
国
籍
企

業
の
利
益
が
優
先
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
、
国
の
主
権
に
か
か
わ
る
重
大
な
憲

法
違
反
が
疑
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
一
切

判
断
し
な
か
っ
た
こ
と
は
裁
判
所
の

「
憲
法
の
番
人
」
役
を
自
ら
放
棄
し
た

こ
と
に
な
る
。

判
決
後
に
開
か
れ
た
「
違
憲
訴
訟
の

会
」
の
総
会
で
は
、
控
訴
と
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
政
策
の

違
い
を
争
点
に
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
第
二
段
階
は
同
じ
よ
う
に
見
え
る
福

祉
や
教
育
政
策
の
与
党
と
の
違
い
を
予
算
額
や

本
気
度
で
、
有
権
者
に
示
す
こ
と
が
重
要
だ
。

メ
デ
ィ
ア
を
握
っ
て
い
る
与
党
が
有
利
に
思
え

る
が
、
こ
こ
ま
で
嘘
と
ご
ま
か
し
で
や
っ
て
き

た
安
倍
政
治
に
対
し
て
、
国
民
は
か
な
り
不
信

感
を
持
っ
て
い
る
。
権
力
の
私
物
化
と
頭
ご
な

し
の
強
権
政
治
を
こ
れ
以
上
野
放
し
に
し
て
国

民
生
活
を
疎
か
に
し
て
い
い
の
か
と
有
権
者
に

伝
え
、
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
だ
。

安
倍
さ
ん
は
「
こ
の
道
し
か
な
い
」
と
い
う

が
、
こ
ん
な
道
し
か
な
い
わ
け
な
い
で
し
ょ
？

（
聞
き
手
・
池
田 

万
佐
代
）

関
連
の
新
た
な
行
政
訴
訟
を
起
こ
す
こ

と
も
決
め
ら
れ
た
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
米
国
の
不
参
加
で
ご
破
算

に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
国
民
が
多

い
。
し
か
し
、
今
国
会
で
も
「
水
道
法

改
正
」「
種
子
法
の
廃
止
」
と
い
っ
た

Ｔ
Ｐ
Ｐ
基
準
の
国
内
法
整
備
は
着
々
と

進
め
ら
れ
て
い
る
。「
岩
盤
規
制
に
穴

を
空
け
る
」
と
い
う
安
倍
総
理
は
今
も

Ｔ
Ｐ
Ｐ
基
準
に
前
の
め
り
な
の
だ
。
し

か
し
、
法
規
制
は
国
民
の
い
の
ち
や
豊

か
な
自
然
を
守
る
た
め
に
必
要
な
も
の

も
た
く
さ
ん
あ
る
。
い
の
ち
の
水
や
食

料
（
種
子
）、
医
療
を
守
る
た
め
の
規

制
を
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
た
め
に
解
放

し
て
い
い
は
ず
が
な
い
。
今
後
の
動
き

に
も
注
意
し
て
い
き
た
い
。

（
夏
目 

み
ゆ
き
）

東京地裁、ＴＰＰの違憲審査せず〝門前払い〟ＴＰＰ交渉差止・違憲訴訟の会


